
誕 

生

-

太
子
ニ
ニ
五
〇
年
に
よ
せ
て-

藤

原

幸

章

一

「
誕
生
」
——

そ
れ
は
〃
生
む
・
生
ま
れ
る"

の
義
で
あ
り' 

ま
た'

〃
生
ま
れ
る
こ
と
・
出

生

・
出
産
〃
の
意
を
も
つ
文
字
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
も
と
も
と
そ
れ
は
す
べ
て
の
生
命
体
に
か
か
わ
る
用
語
で
あ
る
が
、

一
般
に
は
特
に
〃
人
の
生
ま
れ
る
こ
と"
(

広
辞
苑) 

を
さ
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
す
る
と' 

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
重
大
な
意
味
を
も
つ
言
葉
は' 

ほ
か
に
な
い
と
い 

っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
人
が
生
ま
れ
る
と
は
人
生
の
こ
と
す
べ
て
が
こ
こ
に
端
を
発
す
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
人 

は
す
べ
て
こ
れ
を
原
点
と
し
て
人
生
に
投
げ
出
さ
れ
る
の
で
あ
り' 

し
か
も
そ
の
こ
と
自
体
は
全
く
偶
発
的
で
あ
る
と
さ
え
い
い
う
る
で 

あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
生
き
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
単
な
る
偶
然
か
ら
起
っ
た
偶
発 

的
な
出
来
事
の
連
続
と
し
て
の
人
生
で
あ
ろ
う
と
も
、
或
は
か
く
あ
ら
し
め
ら
れ
る
べ
き
必
然
性
を
う
ち
に
感
得
し
つ
つ
、
生
か
し
め
ら 

れ
て
ゆ
く
い
の
ち
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
の
一
切
の
発
端
を
な
す
も
の
こ
そ
「
誕
生
」
と
い
う
一
事
で
あ
る
。
流
転
の
生
も
還
滅
の
歩
み 

も' 

す
べ
て
こ
れ
を
起
点
と
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て' 

人
が
か
く
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
わ
が
身
が
か 

く
あ
る
と
い
う
こ
と
と
別
で
は
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば' 

「
誕
生
」
と
は
い
よ
い
よ
重
い
意
味
を
も
っ
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

14



と
こ

ろ
で

「
誕
生
」
と
は
、
上
記
の
ご
と
く
〃
生
む
・
生
ま
れ
る"

と
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
一
般
に
は'

「
誕
生
」

の

「
誕
」 

に
つ
い
て
も
、
多
く
の
場
合
〃
生
ま
れ
る"

と
の
み
解
釈
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
い
。
元
来 

「
誕
」
に
は
上
声
・
去
声
の
二
韻
が
あ
っ
て' 

い
ま
の
〃
生
ま
れ
る
〃
と
の
意
味
は
上
声
音
に
属
す
る
。
辞
書(
諸
橋
大
漢
和
辞
典)

に
よ
れ 

ば' 

こ
の
場
合
の
「
誕
」
に
は
全
体
で
十
二
の
字
解
が
あ
る
中
に
、
〃
生
ま
れ
る
〃
と
は
そ
の
第
十
一
義
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
 

そ
れ
は
決
し
て
「
誕
」
の
第
一
義
的
意
味
と
は
い
え
な
い
。

い
ま
そ
の
第
一
義
的
意
味
を
求
め
る
な
ら
ば'

〃①

い
つ
は
る:

：:

信
実
で 

な
い
言
を
為
す,

妄
り
に
誇
大
な
言
を
為
す' 
②

あ

ざ

む

く

い

つ

は

り

を

以

て

人

を

欺

は

す' 
③

う

そ

い

つ

は

り

，
虚
言"

等 

と
解
説
し' 

つ
づ
い
て'

〃④

お
ほ
き
い
・
お
ほ
い
な' 
⑤

ひ
ろ
い"

と
列
ね' 

さ
ら
に
〃⑥

た
だ
し
く
な
い' 
⑦

ほ
し
い
ま
ま"

等
の 

語
意
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
「
誕
」
の
字
の
構
成(
言
偏
に
延
と
つ
く
る)

そ
の
も
の
か
ら
い
っ
て
も
、 

首
肯
さ
れ
や
す
い
字
義 

で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
誕
生
」
の

「
生
」
に
つ
い
て
は' 

殆
ん
ど
四
十
義
に
近
い
字
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一 

義

は

”
う

む:

つ
ま
れ
る
・
い
き
る,

い
か
す
・
い

き-

死
の
対
、
い
き
て
あ
る
こ
と
・
い
の
ち
あ
る
こ
と-
-
-

い
き
も
の"

等
、 

一
般 

に
用
い
ら
れ
て
い
る
字
解
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
字
解
を
以
て'

〃
人
の
生
ま
れ
る
こ
と"

・
「
誕
生
」

の
意
味
を
お
も
う
と
き' 

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
生
に
対
し
て
、 

頗
る
暗
示
的
で
あ
る
と
い
え
る
ご
と
く
で
あ
る
。
即
ち
、

い

ま
も

し

「
誕
」

の
第
一
義
的
意
味
に
し
た
が
え
ば
、

「
誕
生
」
と

は

「
い
っ 

わ

り

・
あ
ざ
む
く
・
ほ
し
い
ま
ま
の
相
に
お
い
て
生
ま
れ
・
且
つ
生
き
る
こ
と
」
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は 

そ
の
ま
ま
わ
れ
わ
れ
の
現
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
い
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
い
え
る
ご
と
く
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
「
欲
も
お
ほ
く
、

い 

か

り"

は
ら
だ
ち
・
そ

ね

み

・
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
ほ
く
ひ
ま
な
く
」
、 

そ
れ
は
い
の
ち
あ
る
限
り
「
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
」 

(

『
一
多
文
意
』)

と
い
わ
れ
る
流
転
の
生
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
か
く
の
ご
と
く
生
ま
れ' 

か
く
の
ご
と
く
生
き
る
と
い
う
の
で 

あ
っ
て' 

こ
の
場
合
「
誕
生
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
流
転
の
生
の
起
点
と
し
て
の
意
味
し
か
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
と 

よ
り
そ
こ
に
は
生
き
る
意
義
も' 

い
の
ち
の
尊
さ
も' 

全
く
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
無
自
覚
な
生
き
方
し
か
あ
り
え
な
い
。
も
し
こ
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こ
に
と
ど
ま
る
と
し
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
永
劫
の
無
明
に
流
転
す
る
ほ
か
は
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な 

流
転
の
生
を
流
転
の
生
と
あ
る
が
ま
ま
に
自
覚
し
て
、
日
々
に
新
た
な
意
義
と
力
と
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
こ
そ' 

即
ち
法
と
の
出
遇
い
で 

あ
る
。
否
、
法
は
す
で
に
流
転
の
そ
の
場
に
こ
そ
さ
し
よ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
寿
命
甚
だ
得
難
く
、
仏
世
亦
値
い
難
し
」
と
い
い
、
 

「
若
し
人' 

善
本
な
く
ん
ば
此
の
経
を
聞
く
こ
と
を
得
ず
、
清
浄
有
戒
の
者
、
乃
し
正
法
を
聞
く
こ
と
を
獲
。:

：:

宿
世
に
諸
仏
を
見
し 

も
の
是
の
如
き
の
教
を
楽
聴
せ
ん
」(
『
大
経
』
巻
下
・
東
方
偈)

と
は
、
法
と
の
値
遇
を
介
し
て
新
ら
し
く
誕
生
し
た
も
の
の
、
い
の
ち
の
慶 

び
を
う
け
と
め
た
言
葉
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
流
転
の
生
へ
の
誕
生
は' 

即
ち
還
滅
の
生
へ
の
誕
生
と
転
ぜ
ら
れ
て
い 

る
。
闇
の
場
は
そ
の
ま
ま
光
の
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
こ
こ
に
真
実
の
機
が
出
生
し
、

「
正
定
聚
之
機
」
が 

誕
生
す
る
。
人
生
へ
の
真
の
誕
生
の
意
義
は
、
即
ち
こ
の
こ
と
の
確
か
め
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
若
し
聞
か
ば
精
進
に
求
め 

よ
。
法
を
聞
き
て
能
く
忘
れ
ず' 

見
て
敬
い
得
て
大
い
に
慶
ば€

、
 

則
ち
我
が
善
き
親
友
な
り
」(
同
上)

と
い
う
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
 

わ
れ
わ
れ
は
よ
ろ
し
く
法
を
聞
い
て
謙
敬
に
奉
行
す
る
べ
き
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、

い
ま
現
に
流
転
の
渦
中
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
い 

か
に
こ
れ
を
求
め
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
、
好
個
の
手
が
か
り
と
な
る
も
の
は
親
鴛
に
お
け
る
「
誕
生
」
の
意
義
で
あ
る
。

い
ま
こ
れ
を
結
論
的
に
い
う
な
ら
ば
、
そ 

れ
は
親
鸞
み
ず
か
ら
い
う
よ
う
に
、

「
正
定
聚
之
機
」
と
し
て
誕
生
す
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

「
正
定
聚
の
ひ
と
の
み
、
真
実
報
土
に
む
ま
る
れ
ば
な
り
」(

一
多
文
意)

で
あ
り
、

「
こ
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
り
ぬ
れ
ば
、

か
な
ら
ず
無 

上
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
身
と
な
る
」(
同
上)

か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
こ
そ
煩
悩
生
死
の
流
転
の
こ
の
場
に
お
い
て
、
た
し
か
め
ら
れ 

る
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
親
懲
は
こ
の
体
験
を
直
接
に
は
師
・
法
然
に
よ
っ
て
自
身
に
確
か
め
た
こ
と
は
ま
た 

明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
師
の
鴻
恩
を
荷
う
こ
と'

あ

た

か

も

「
子
の
母
を
お
も
ふ
が
ご
と
く
」(
「
た
勢
至
菩
薩
和
讃
」)

至
純 

で
あ
る
。

し
か
る
に
親
鴛
の
師
に
対
す
る
こ
の
姿
勢
は
、
聖
徳
太
子
に
対
し
て
も
全
く
同
様
で
あ
る
こ
と
は' 

特
に
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
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否
、
そ
れ
は
む
し
ろ' 

よ
り
深
く
、
よ
り
切
な
る
も
の
す
ら
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
殊
に
そ
れ
は
親
鸞
自
身
に
お
け
る
正
定
聚
の
機
と
し 

て
の
新
た
な
誕
生
の
感
激
と' 

こ
れ
に
対
す
る
謝
念
の
表
明
に
お
い
て
顕
著
な
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
か
れ
自
身
が
「
住
正
定
聚
の
身 

と
な
れ
る
」
と
は
、
全
く
太
子
の
「
め
ぐ
み
」
で
あ
り
、

「
あ
わ
れ
み
」
に
よ
る
と
ま
で
い
い
切
ら
れ
て
い
る
。
 

仏
智
不
思
議
の
誓
願
を 

聖
徳
皇
の
め
ぐ
み
に
て 

正
定
聚
に
帰
入
し
て 

補
処
の
弥
勒
の
ご
と
く
な
り 

聖
徳
皇
の
あ
は
れ
み
て
仏
智
不
思
議
の
誓
願
に 

す
す
め
い
れ
し
め
た
ま
ひ
て
ぞ
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る

(

い
ず
れ
も
十
一
首
の
「
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
」
和
讃) 

こ

こ

に
「
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る
」
と
い
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
補
処
の
弥
勒
の
ご
と
く
な
り
」
と
い
う
も
の
は' 

い
ま
現
に
流
転
の 

た
だ
中
に
あ
る
親
鸞
自
身
と
し
て
、
 

何
と
い
う
確
信
に
み
ち
た
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
こ
そ
仏
と
の
出
合
い
に
基
く
慶
び
と
安
ら
ぎ
と 

の
、
最
も
現
実
的,

積
極
的
な
表
明
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
自
身
、
人
と
し
て
生
ま
れ
た
誕
生
の
真
の
意
義
は' 

ま 

さ
し
く
こ
こ
に
極
ま
る
と
い
っ
て
い
い
。
親
鸞
は
こ
れ
を
師
の
法
然
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む

し

ろ

「
無
始
よ
り
こ
の
か
た
こ
の
世
ま 

で
」
不

断

に

「
こ
の
身
」
を

「
護
持
養
育
」
し
た
も
う
た' 

太
子
の
恩
徳
そ
の
も
の
に
よ
る
も
の
と
い
い
切
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

ー
 

体
こ
れ
は
何
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

聖
徳
太
子
に
弥
陀
浄
土
の
信
仰
が
確
立
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
明
ら
か
な
拠
証
は
全
く
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、
親
鸞
と
は
遙
か
に
歳
月 

を
へ
だ
て
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
子
そ
の
ひ
と
を
自
身
の
す
く
い
に
直
結
せ
し
め
て' 

そ
の
直
接
の
師
と 

仰
ぐ
が
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
の
点
あ
た
か
も
太
子
は' 

法
然
と
重
な
り
合
っ
た
一
体
の
人
格
で
あ
る
か
の
ご
と
く
鑽
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
親
鸞
に
お
け
る
太
子
傾
倒
の
本
質
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
折
し
も
本
年
は
太
子
逝
い
て
一
三
五
〇
年
の 

聖
忌
に
相
当
す
る
。

こ
の
秋
に
当
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
い
ま'

太
子
の
あ
わ
れ
み
め
ぐ
み
に
よ
っ
て
こ
そ' 

「
住
正
定
聚
の
身
と
な
り
ぬ
」 

と
い
い
切
っ
た
親
鸞
の
深
い
感
激
を
憶
念
し
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
の
主
題
を
問
い' 

そ
こ
に
自
身
の
「
誕
生
」
の
竟
義
を
確
か
め
た
い
と
お 

も
う
。
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二 

は
じ
め
に
親
鸞
に
お
け
る
「
誕
生
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
例
の
た
し
か
め
か
ら
出
発
し
よ
う
。
そ
れ
は
や
が
て
わ
れ
わ
れ
の
課
題
を
と 

く
緒
口
と
な
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
場
合
注
目
せ
ら
れ
る
こ
と
は' 

親
鸞
が
敢
て
「
誕
生
」
ど
い
う
言
葉
を
明
記
し
て' 

そ 

の
人
の
出
生
を
確
認
し
て
い
る
も
の
は
、
"

よ
き
ひ
と"

法
然
聖
人
と
、

〃
和
国
の
教
主
聖
徳
皇"

と
の
両
聖
に
限
ら
れ
る
と
い
う
事
実 

で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く'

親
鸞
が
念
仏
伝
統
の
歴
史
に
参
入
し
て
、
そ
こ
に
自
身
の
信
心
を
た
し
か
め
た
先
覚
は
、
た
と

え

ば

『
教
行 

信
証
』
行
巻
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に' 

単
に
三
朝
浄
土
の
七
祖
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
広
く
諸
宗
の
人
師
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
し 

か
る
に
こ
れ
ら
の
先
覚
に
つ
い
て' 

特
に
親
鸞
自
身
の
言
葉
を
も
っ
て
そ
の
「
誕
生
」
を
た
た
え
、
そ
れ
に
尺
き
ざ
る
謝
念
を
さ
さ
げ
て 

い
る
も
の
は
、
上
記
の
法
然
と
太
子
の
ほ
か
に
は
見
当
ら
な
い
。

一
体
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
な
る
筆
端
の 

偶
発
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
ら
ば' 

親
鸞
は
こ
の
両
聖
の
誕
生
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
初
め
に
法
然
に
つ
い
て
は
一
般
に
よ
く
知 

ら
れ
て
い
る
よ
う
に'

粟
散
片
州
に
誕
生
し
て 

念
仏
宗
を
ひ
ろ
め
し
む 

衆
生
化
度
の
た
め
に
と
て 

こ
の
土
に
た
び
た
び
き
た
ら
し
む

(
『
高
僧
和
讃
』
源
空
聖
人
16) 

と
詠
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
明
瞭
に
法
然
の
粟
散
片
州(

「
こ
の
に
ち
ほ
ん
こ
く
な
り
」!

文
明
本
左
訓)

へ
の
「
誕
生
」
が
う
た
わ
れ
、
 

”
念
仏
宗
を
ひ
ろ
め
し
む"

の
一
句
に
お
い
て
、
法
然
誕
生
の
本
質
的
意
義
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
「
源
空
聖
人
」
和
讃
全
二 

十
首
を
貫
く
主
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
第
一
首
か
ら
す
で
に
〃
本
師
源
空
世
に
い
で

'ゝ 

弘
願
の
一
乗
ひ
ろ
め
っ
ゝ
、
日
本
一
州
こ 

と

く

く

、
浄
土
の
機
縁
あ
ら
は
れ
ぬ"

と
い
い
、
つ
づ
い
て
〃
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り
、
本
師
源
空
あ
ら
は
れ
て
、
浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き 

っ
ゝ
、 

選
択
本
願
の
べ
た
ま
ふ"

(
2
)

と
い
う
。

す
な
わ
ち
法
然
は
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
の
智
慧
光
の
ち
か
ら
を
背
景
と(

即
ち

「
源
空
勢
至
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と
示
現
」)

し
て
ゝ
こ
こ
か
ら
誕
生
し
た
の
で
あ
っ
て
ゝ
従
っ
て
浄
土
真
宗
を
開
創
し
選
択
本
願
を
宣
布
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ば
そ 

の
使
命
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え"

善
導
源
信
す
ゝ
む
と
も
、
本
師
源
空
ひ
ろ
め
ず
ば' 

片
州
濁
世
の
と
も
が
ら
は
、

い
か
で
か 

真
宗
を
さ
と
ら
ま
し"

(
3
)

で
あ
り
、
ま
た'

〃
曠
劫
多
生
の
あ
ひ
だ
に
も
、
 

出
離
の
強
縁
し
ら
ざ
り
き
、
 

本
師
源
空
い
ま
さ
ず
ば
、
こ 

の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま
し"

(
4
)

と
、

一
切
が
”
真
の
知
識"

(
12)

法

然

の

「
誕
生
」
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
太
子
に
つ
い
て
は
、
同

じ

く

『
高
僧
和
讃
』(

文
明
本)

の
末
尾
に
、
上
来
の
七
祖
の
恩
徳
を
か
え
り
み
つ
つ 

天

空

龍

樹

菩

薩

天

经

天

親

菩

薩

曇
鸞
和
尚

震

旦

道

綽

禅

師

善
導
禅
師

ロ

胡

源

信

和

尚

利

勒

源

空

聖

人

と' 

七
祖
を
そ
れ
ぞ
れ
の
生
国
に
従
っ
て
標
示
し
終
る
や
、
筆
端
を
改
め
て
こ
れ
と
肩
を
な
ら
べ
つ
つ

聖
徳
太
子

敏
達
天
皇
元
年 

正
月
一
日
誕
生

当-
一
仏
滅
後
一
千
五
百
二
十
一
年
一
也

と
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
太
子
の
「
誕
生
」
と
い
う
こ
と
は
も
と
よ
り' 

特
に
そ
の
年
月
日
に
い
た
る
ま
で
刻
明
に
掲 

げ
て' 

そ
れ
が
敏
達
天
皇
の
元
年
正
月
一
日
で
あ
り' 

こ
の
時
あ
た
か
も
釈
尊
の
入
滅
後
一
五
ニ
ー
年
に
相
当
す
る
と
記
載
せ
ら
れ
て
い 

る
。

こ
の
中' 

太
子
誕
生
の
日
付
に
つ
い
て
は
異
説
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が' 

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
に
基
く
仏
滅
年
代
の
算
定
は
、 

太
子
誕
生
の
本
質
的
意
義
を
語
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
太
子
が
末
法
濁
世
に
出
現
し
た
”
和
国
の
教
主"

と
し
て
、
特 

に
〃
和
国
の
有
情
を
あ
わ
れ
み
て"

”
如
来
の
悲
願
を
弘
宣"

し'

〃
如
来
二
種
の
廻
向"

を
す
す
め
て
、

〃
住
正
定
聚
の
身"

と
し
て
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の
安
ら
ぎ
に'

”
す
ゝ
め
い
れ
し
め
た
ま
ふ"

た

”
大
慈
救
世
聖
徳
皇"
(

い
ず
れ
も
十
一
首
の
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』)

の
誕
生
を
意
味
す
る 

か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
太
子
誕
生
の
意
義
は
こ
れ
よ
り
ほ
か
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
太
子
の
誕
生
は
、
そ
の
ま
ま
彼
自
身
の 

す
く
い
に
直
結
す
る
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
太
子
の
「
誕
生
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
し
ば
し
ば
く
り
返
さ
れ
て 

い
る
の
で
あ
っ
て' 

そ
れ
は
と
く
に
百
十
四
首
の
太
子
和
讃
、
即

ち

『
大
日
本
国
粟
散
王
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
に
う
た
わ
れ
て
い
る
と
こ 

ろ
で
あ
る
。

帰
命
尊
重
聖
徳
皇 

用
明
天
皇
の
親
王
の
と
き 

穴
太
部
の
皇
女
の 

御
は
ら
よ
り
ぞ
誕
生
せ
る(3) 

御
廐
の
ほ
と
り
に
い
た
る
ほ
ど
お
ぼ
へ
ず
し
て
ぞ
誕
生
せ
し
女
孺
い
だ
い
て
す
み
や
か
に
寝
殿
に
い
り
た
ま
ひ
け
り(7) 

太
子
誕
生
あ
り
し
よ
り
よ
っ
き
の
の
ち
に
め
づ
ら
し
く 

よ
く
も
の
が
た
り
し
た
ま
ひ
て
み
だ
り
に
な
き
さ
け
び
ま
し
ま
さ
ず 

(9)太
子
の
御
名
は
あ
ま
た
い
ま
す
廐
戸
豊
聴
耳
の
皇
子
な
り
御
誕
生
の
と
こ
ろ
ゆ
へ
廐
戸
と
も
に
あ
ら
は
せ
り

(ー
ー

〇) 

皇
太
子
の
御
誕
生
御
あ
り
さ
ま
を
た
ず
ぬ
れ
ば
僧
の
威
儀
に
て
い
ま
す
ゆ
へ
聖
徳
太
子
と
ま
ふ
し
け
り

(ー
ー
2
)  

な
お' 

こ
の
ほ
か
に
も
誕
生
の
言
葉
こ
そ
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
が' 

少
く
と
も
太
子
の
日
本
国
誕
生
の
意
を
含
ん
だ
讃
詠
が
七
十
五 

首

の

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
に
は
、
〃
生
を
王
家
に
う
け
し
め
て
、
詔
を
諸
国
に
く
だ
し
て
ぞ
、
人
民
を
す
ゝ
め
ま
し
ま
し
て
、
寺
塔
仏
像 

造
写
せ
し"

(
33)

と
詠
わ
れ
、
初
句
の
左
訓
に
は
「
わ
う
の
こ
と
む
ま
る
と
な
り
」
(

王
の
子
と
生
ま
る
な
り)

と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ 

で
あ
る
。

以
上
、
親
鸞
に
お
け
る
「
誕
生
」

の
用
語
例
を
確
か
め
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
特
に
太
子
並
び
に
法
然
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
て 

い
る
の
で
あ
っ
て' 

こ
の
ほ
か
に
は
ど
こ
に
も
使
用
例
を
み
な
い
。

こ
の
こ
と
は
親
鸞
に
と
っ
て
太
子
と
法
然
の
誕
生
が' 

特
に
意
義
深 

く
感
銘
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
事
実
を
注
視
し
つ
つ' 

こ
の
中
特
に
親
鴛
に 

お
け
る
太
子
誕
生
の
意
義
を
中
心
と
し
て
辿
っ
て
ゆ
こ
う
と
お
も
う
。
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三

と
こ
ろ
で
親
鸞
が
太
子
の
「
誕
生
」
に
関
し
て
幾
度
か
繰
り
返
し
て
の
べ
る
も
の
は
ゝ
百
十
四
首
の
太
子
和
讃
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て 

こ
の
場
合
の
拠
り
所
と
み
ら
れ
る
も
の
は
、
後
に
た
し
か
め
る
ご
と
く
、
親
鸞
自
身
の
編
著
か
と
み
ら
れ
る
『
上
宮
太
子
御
記
』
に
収
め 

ら
れ
た
、

「
三
宝
絵
詞
」
並

び

に

「
文
松
子
伝
」
等
の
記
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
讃
歌
の
も
つ
高
い
格
調
は
、
あ
た
か
も
原
文
と
は 

独
立
し
た
、
全
く
新
た
な
親
鸞
の
創
作
か
と
さ
え
思
わ
し
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
秀
れ
た
も
の
で
あ
っ
た 

と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
親
鸞
に
お
け
る
太
子
誕
生
の
本
質
的
意
義
に
迫
る
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
先 

掲

の

『
高
僧
和
讃
』
末
尾
の
記
録
は' 

最
も
重
い
意
味
を
も
つ
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
ら
ば
そ
の
重
い
意
味
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
も

と

も

と

『
高
僧
和
讃
』
そ
の
も
の
に
は
、
太
子
に
関
す
る
讃
詠
は
全
く
の
べ
ら
れ 

て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
一
帖
が
敢
て
『
高
僧
和
讃
』
と
題
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず 

そ
の
総
結
に
も
相
当
す
る
べ
き
末
尾
の
標
列
に
至
っ
て
は' 

突
如
と
し
て
太
子
の
名
を
掲
げ' 

し
か
も
そ
こ
に
は' 

上
記
の
如
く
誕
生
の 

年
月
日
、
並
び
に
仏
滅
年
代
ま
で
が
算
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
か
に
も
唐
突
の
感
を
禁
じ
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
旧
来
一
般
に
は
、
多
く
機
教
相
応
、
乃
至
、
真
俗
二
諦
の
宗
風
を
標
示
し
た
も
の
と
解
釈
せ
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る. 

い
か
に
も
七
祖
の
列
名
は
教
法
そ
の
も
の
の
歴
史
的
伝
統
を
標
示
す
る
も
の
で
あ
り' 

こ
れ
に
対
し
て
太
子
の
名
は
教
法
の
流
行
が
末
法 

無
戒
の
な
ま
の
人
間
そ
の
も
の
を
場
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
標
示
し
て
い
る
。

の
み
な
ら
ず
、 

殊
に
〃
生
を
王
家
に
う
け 

し
め"
(

前
出)

た
聖
徳
法
皇
の
名
は
、
い
わ
ゆ
る
仏
法
・
王
法
二
諦
相
依
の
関
わ
り
合
い
を
、
最
も
効
果
的
に
表
わ
す
も
の
と
い
え
る
ご
と 

く
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
こ
の
解
釈
は
頗
る
示
唆
に
富
む
と
い
え
る
。
け
れ
ど
も
も
し
こ
れ
だ
け
に
止
ま
る
な
ら
ば' 

そ
れ
は
一 

面
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
機
教
相
応
と
い
い
真
俗
相
依
と
い
い
、
仏
教
は
こ
れ
を
重
要
な
軸
と
し
て
展 

開
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
親
鸞
の
〃
非
僧
非
俗"

の
根
本
姿
勢
は' 

太
子
に
お
い
て
一
つ
の
範
を
見
出
す
こ
と
も
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可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
だ
け
で
は
敢
て
こ
こ
に
太
子
の
名
が
掲
げ
ら
れ
た
唐
突
さ
を' 

充
分
に
こ
た
え
て
い
る
と
は
い
い
え
な
い 

よ
う
で
あ
る
〇

こ
こ
に
お
い
て
思
わ
れ
る
こ
と
は' 

宗
祖
に
お
け
る
太
子
の
受
容
が
単
な
る
教
義
的
要
請
や' 

宗
風
表
現
の
た
め
の
都
合
と
し
て
で
は 

な
く
、
太
子
と
の
出
合
い
は
本
質
的
に
親
鸞
自
身
の
す
く
い
と
直
結
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
周
知
の
よ 

う
に
宗
祖
の
室
・
恵
信
尼
が
そ
の
書
簡
に
自
ら
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

や
ま
を
い
で
、' 

六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て' 

ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
に' 

九
十
五
日
の
あ
か
月' 

し
ゃ
う
と
く
た
い 

し
の
も
ん
を
む
す
び
て' 

じ
げ
ん
に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候
け
れ
ば
「
や
が
て
そ
の
あ
か
月
い
で
さ
せ
給
て' 

ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず 

る
縁
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
、
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
、
……

た
ヾ
ご
せ
の
事
は
よ
き
人
に
も
あ 

し
き
に
も' 

お
な
じ
ゃ
う
に
し
ゃ
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
を
ば' 

た
だ
ー
す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を' 

う
け
給
は
り
さ
だ
め
て
候
し 

か
ば:

：
：(
第
五
通)

さ
れ
ば
も
し
太
子
の
誕
生
が
な
か
っ
た
な
ら
ば' 

た
と
い
法
然
が
選
択
本
願
を
と
こ
う
と
も
、
源
信
が
偏
え
に
安
養
を
勧
め
よ
う
と
も. 

親
鸞
に
は
全
く
無
縁
の
法
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
本
願
念
仏
の
一
道
は
三
国
七
祖
を
貫
く
人
間
の
歴
史
の
明
ら
か
な
事
実
で
あ
っ
た
と 

し
て
も
、
太
子
と
の
出
合
い
を
も
た
な
か
っ
た
な
ら
ば' 

親
鸞
は
つ
い
に
こ
の
伝
統
の
流
れ
に
参
入
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ 

う
。
と
す
る
な
ら
ば
親
鸞
に
と
っ
て
太
子
と
の
出
合
い
は
、
本
質
的
に
自
身
の
す
く
い
そ
の
も
の
に
直
結
し
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
伝
統
へ 

の
目
覚
め
の
直
接
契
機
で
も
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
当
面
の
『
高
僧
和
讃
』
末
尾
の
記
録
は' 

親
鸞
自
身
が
「
諸
仏
称 

名
の
悲
願
」
に
帰
し
て' 

七
祖
伝
統
の
流
れ
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
た
原
点
そ
の
も
の
を' 

太
子
の
日
本
国
誕
生
と
い
う
歴
史
的
事
実 

に
確
か
め
え
た
感
激
の
表
明
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
「
誕
生
」
が
、
時
あ
た
か
も
、
 

如
来
の
遺
弟
悲
泣
す
る
べ
き
澆 

季
末
法
の
こ
の
時
に
相
当
す
る
事
実
は' 

三
国
の
伝
統
を
貫
く
本
願
念
仏
の
法
こ
そ
が
、
片
州
濁
世
の
有
情
を
救
う
べ
き
真
教
と
し
て
、
 

〃
和
国
の
教
主
聖
徳
皇"

に
よ
っ
て
、
改
め
て
こ
こ
日
本
国
に
宣
布
せ
ら
れ
た
教
法
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
、
全
身
的
な
謝
念
の
表
示

22



で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〃
日
本
国
帰
命
聖
徳
太
子
、
仏
法
弘
興
の
恩
ふ
か
し' 

有
情
救
済
の
慈
悲
ひ
ろ
し
、

奉
讃
不
退
な
ら
し 

め
よ"
(

七
十
五
首
の1

)
と
い
い
、
〃
和
国
の
教
主
聖
徳
皇
、
広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し' 

一
心
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り
、

奉
讃
不
退
な
ら
し 

め
よ"
(

百
十
四
首
の
十
一
首
の8

)
。
〃 
上
宮
皇
子
方
便
し
、
和
国
の
有
情
を
あ
は
れ
み
て
、
如
来
の
悲
願
を
弘
宣
せ
り
、
慶
喜
奉
讃
せ 

し
む
べ
し"
(

百
十
四
首
の
ク:

十
一
首
の9

 )

等
と
讃
え
ら
れ
た
讃
歌
は
、

こ
の
こ
と
を
背
景
と
し
て
詠
わ
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
。

さ 

れ
ば
太
子
の
「
誕
生
」
は
直
ち
に
法
然
に
つ
な
が
り
、
源

信

・
善

導

・
道
綽' 

乃
至
、
龍
樹
に
遡
っ
て
釈
尊
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
の
先
は
〃
久 

遠
劫
よ
り
こ
の
世
ま
で' 

あ
は
れ
み
ま
し
ま
す
し
る
し
に
は
、
仏
智
不
思
議
に
つ
け
し
め
て' 

善
悪
浄
穢
も
な
か
り
け
り"
(

十
一
首
の7

 ) 

と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
、

”
如
来
の
悲
願"

そ
の
も
の
に
至
り
つ
く
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
実
に
太
子
は
”
如
来
の
悲
願"

か
ら
出
生
し 

て
、
〃
多
生
曠
劫
こ
の
世
ま
で
”(

十
一
首
の
10)

〃
父
の
ご
と
く
〃
〃
母
の
ご
と
く
〃
ど
こ
ま
で
も
親
鸞
一
個
の
苦
悩
に
同
感
す
る
”
大
悲 

救
世
観
世
音"

で
あ
り
、

”
大
慈
救
世
聖
徳
皇"
(

い
ず
れ
も
十
一
首
の6

)

と
し
て
日
本
国
に
「
誕
生
」
し
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ 

れ
は
敏
達
天
皇
の
元
年
正
月
一
日
誕
生
し
た
も
う
た
の
で
あ
り
、
時
は
ま
さ
に
仏
の
滅
後
一
五
一
二
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で 

あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
親
鸞
に
お
け
る
聖
徳
太
子
と
の
出
合
い
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、

一
切
が
無 

意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
そ
れ
が
日
本
国
〃
敏
達
天
皇
治
天
下"
(

七
十
五
首
の
32)
、
ま
さ
に
末 

法
に
入
り
て
の
誕
生
で
あ
れ
ば
こ
そ' 

そ
の
弘
宣
す
る
教
法
は
必
然
的
に
〃
如
来
の
悲"

願
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
し' 

そ
れ 

ゆ
え
に
こ
そ
〃
如
来
二
種
の
廻
向
に
す
ゝ
め
い
れ
し
め"
(

十
一
首
の
11)

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
末
法
片
州
の 

苦
悩
の
有
情
を
救
う
べ
き
教
法
は'

”
仏
智
不
思
議
の
誓
願"
(

十
一
首
の1

)
で
あ
り' 

た
だ
こ
の
こ
と
一
つ
を
弘
宣
す
る
た
め
に
こ
そ
、
 

こ
こ
粟
散
国
の
王
と
し
て
「
誕
生
」
し
た
も
の
こ
そ
聖
徳
太
子
そ
の
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
末
法
粟
散
国
へ
の
誕
生
が
特
筆
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て' 

和
国
の
教
主
聖
徳
皇
が
宣
布 

し
た
如
来
の
悲
願
は
、
文
字
通
り
末
法
の
時
の
和
国
の
有
情
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
と
偏
執
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
濁
世
片
州
の
有 

情
を
し
て
、
よ
く
〃
正
定
聚
に
帰
入"
(

十
一
首
の1

)

せ
し
め
る
が
ゆ
え
に
、

そ
れ
ゆ
え
に
正
像
末
の
三
時
を
貫
き
、
和

朝

・
震
旦
・
天
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竺
の
三
国
を
通
じ
て' 

す
べ
て
の
時' 

す
べ
て
の
人
に
応
ず
る
普
遍
の
す
く
い
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
釈
尊
の
『
大 

無
量
寿
経
』
を

う

け

て

「
各
々
こ
の
一
宗
を
興
行
し
た
」
三
国
七
祖
の
列
名
を
う
け
て
、
特
に
仏
の
滅
後
一
五
ニ
ー
年
に
し
て
誕
生
し
た
、
 

太
子
の
名
が
標
示
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
必
然
性
が
あ
る
。

〃
正
像
末
の
三
時
に
は
、
弥
陀
の
本
願
ひ
ろ
ま
れ
り"
(

正
像
末
和
讃3

)

と
詠 

わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

四

と
こ
ろ
で
親
鸞
は
、
そ
も
そ
も
「
誕
生
」

の
文
字
を
ど
こ
か
ら
導
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
ま
ず
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
上
記 

の
ご
と
く
こ
の
言
葉
は
太
子
並
び
に
法
然
に
限
ら
れ
、
し
か
も
太
子
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す 

る
な
ら
ば
、
上

述

の

『
上
宮
太
子
御
記
』

の
コ
ー
ー
宝
絵
詞
」
及

び

「
文
松
子
伝
」
の
記
事
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
三
宝
絵
詞
」
に
は' 
⑴

〃
穴
太
部
の
間
人
皇
女
の
御
は
ら
よ
り
誕
生
し
た
ま
へ
る
王
子
な
り"
(

親
鸞
聖
人
全
集
輯
録
篇⑵

3
76

)

と
い
い
、
 

⑵

〃
太
子
の
御
伯
父
敏
達
天
皇
の
天
下
を
治
し
た
ま
ふ
始
の
と
し
の
正
月
一
日
に
、
夫
人
宮
の
内
を
め
ぐ
り
て
、
む
ま
や
の
も
と
に
い
た 

る
ほ
ど' 

覚
ず
し
て
生
た
ま
へ
る
な
り"
(

同
上)

ま
た' 
⑶

新
羅
の
日
羅
が
太
子
に
捧
げ
た
讃
偈
、

〃
遊
於
西
方
来
誕
生"
(

同3
78

)

等
の 

諸
文
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
し

か
し
て

「
文
松
子
伝
」
に
は'

⑷

「
大

慈

大

悲

本

誓

願

愍

念

有

情

如

一

子

是

故

方

便

従

西

方

誕

生

片

州

興

正

法

我

身

救

世

観

世

音

定

慧

契

女

大

勢

至

生 

育
我
身
大
悲
母
西
方
教
主
弥
陀
尊:

：:

」(

同3
9
4
)

等
と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
文
を
も
っ
て
上
掲
太
子
誕
生
の
和
讃
に
か
え
り
み
る
と
き
、

一
見
し
て
親
鸞
は
こ
こ
に
「
誕
生
」

の
重 

要
な
導
入
根
拠
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
肯
か
れ
る
。
中
に
つ
い
て
「
三
宝
絵
詞
」
の
諸
文
、
特
に⑵

は
上
来
と
り
あ
げ
て
き
た
『
高 

僧
和
讃
』
末
尾
の
太
子
に
関
す
る
記
録
の' 

有
力
な
根
拠
に
擬
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と' 

わ
け
て
も
そ
こ
に
仏
滅
年
代
ま
で
算
定 

し
て' 

太
子
が
特
に
末
法
に
入
っ
て
の
誕
生
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も' 

直
接
に
は
こ
れ
に
よ
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
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も
と
も
と

「
三
宝
絵
詞
」
そ
の
も
の
が
ゝ
こ
の
こ
と
を
軸
と
し
て
太
子
誕
生
の
意
義
を
讃
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る(
同3

7
1
1
3
8
8
)
6  

次

に

「
文
松
子
伝
」
の
い
わ
ゆ
る
廟
窟
偈
に
は' 

ま
さ
し
く
「
片
州
に
誕
生
し
て
正
法
を
興
す
」
と' 

正
面
か
ら
太
子
誕
生
の
意
義
を 

簡
結
に
明
示
し
て
い
る
。
恐
ら
く
親
鸞
は
こ
こ
に
前
の
「
三
宝
絵
詞
」
以
上
に
、
深
い
感
銘
を
う
け
た
に
相
違
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ 

の

偈

は

「
三
宝
絵
詞
」
と
内
容
的
に
対
応
し
つ
つ
、

し
か
も
は
る
か
に
簡
結
で
あ
り' 

頗
る
具
体
的
、

且
つ
人
間
的
で
さ
え
あ
る
。

こ 

こ
に
は
比
叡
の
山
を
出
て
自
身
の
行
路
に
悩
み
ぬ
い
た
若
き
日
の
親
鸞
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
六
角
堂
に
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
所 

以
、
 

そ
こ
か
ら
直
ち
に
法
然
の
門
を
叩
く
に
至
っ
た
過
程
を' 

内
面
的
に
裏
付
け
語
っ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

殊
に
〃
大
慈
大 

悲
本
誓
願
、
愍
念
衆
生
如
一
子
、
是
故
方
便
従
西
方
、
 

誕
生
片
州
興
正
法"

と
い
い
、
〃
我
身
救
世
観
世
音"

と
名
の
り
か
け' 

さ
ら
に 

〃
定
慧
契
女
大
勢
至"

と
ま
で
い
っ
て'

大
勢
至
菩
薩
と
一
体
同
心
し
て
大
悲
の
母
な
る
本
仏
阿
弥
陀
に
帰
せ
し
め
ん
と
告
げ
る
讃
偈
は
、 

そ
の
ま
ま
親
鸞
の
太
子
観
の
縮
図
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に' 

太
子
は
即
ち
観
音
で
あ
り' 

従
っ
て
た
だ
〃
如 

来
の
悲
願
を
弘
宣"

す
る
べ
く
〃
西
方
教
主
弥
陀
尊
〃
の
分
身
と
し
て' 

片
州
濁
世
に
誕
生
し
た
〃
和
国
の
教
主"

で
あ
っ
て
、
 

そ
の
父 

母
の
ご
と
き
不
断
の
〃
護
持
養
育"

に
よ
っ
て
こ
そ
〃
住
正
定
聚
の
身
と
な
り
ぬ"

と
い
う' 

親
鸞
に
お
け
る
太
子
受
容
の
本
質
を
う
け 

と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

五

し
か
る
に
こ
の
「
文
松
子
伝
」

の
偈
は
単
に
太
子
一
人
に
止
ら
ず
、
上
に
掲
げ
た
『
高
僧
和
讃
』

の
法
然
誕
生
の
讃
歌
に
つ
い
て
も
、
 

同
時
に
共
通
す
る
根
拠
で
あ
る
と
み
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
法
然
の
「
誕
生
」
を
讃
え
て
”
粟
散
片
州
に
誕
生
し
て
念
仏
宗
を 

ひ
ろ
め
し
む"

と
詠
じ
、
さ
ら
に
こ
れ
に
連
る
数
種
の
讃
歌
を
さ
さ
げ
て
い
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
根
本 

的
に
は源

空
勢
至
と
示
現
し 

あ
る
い
は
弥
陀
と
顕
現
す
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阿
弥
陀
如
来
化
し
て
こ
そ
本
師
源
空
と
し
め
し
け
れ 

(

『
高
僧
和
讃
』
源
空
聖
人9

・
17) 

等
と
、
法
然
は
即
ち
勢
至
の
示
現
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で
も
ま
た
こ
れ
を
本
仏
阿
弥
陀
そ
の
も
の
に
帰
せ
し
め
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
讃
歌
を
先
の
「
文
松
子
伝
」

の
偈
に
か
え
り
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
は
か
ら
ず
も
両
者
の
著
し
い
照
応
に
気
付
く
で
あ
ろ 

う
。
殊
に
前
者
の
〃
誕
生
片
州
興
正
法"

の
一
句
は' 

後
者
の
〃
粟
散
片
州
に
誕
生
し
て
念
仏
宗
を
ひ
ろ
め
し
む"

と
の
讃
歌
に
対
応
す 

る
も
の
と
い
え
る
。
讃
文
に
〃
粟
散
片
州"

と
い
い
〃
誕
生
〃
と
い
い'

”
念
仏
宗
を
ひ
ろ
め
し
む"

と
い
う
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
偈
文
の 

”
片
州"

〃
誕
生"

〃
興
正
法"

と
照
応
す
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
法
然
和
讃
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、

一
々
明
確
な
文 

献
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は' 

親
鸞
自
身
の
見
聞
に
よ
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
単
な
る
伝
承
や
口
碑
に
と
ど
ま
る
も 

の
で
は
な
く
て' 

親
鸞
自
身
に
お
け
る
確
か
め
が
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
そ
う
し
た
確
か
め
の
有
力
な
根
拠
の
一
っ
と
し
て
、
こ
の
偈
が 

法
然
に
つ
い
て
も
歴
史
を
超
え
て
注
目
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
殊
に
親
鸞
の
法
然
邂
逅
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
太
子
の
示
現
そ
の
も 

の
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
事
実
を
思
う
と
き' 

一
層
こ
の
感
を
深
く
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
い
ま
右
両
文
の
対
応
に
つ
い
て
、
 

基
本
的
に
こ
の
こ
と
が
肯
か
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
か
ら
偈
文
の
〃
我
身
救
世
観
世
音"

と 

の
名
乗
り
に
つ
づ
く
〃
定
慧
契
女
大
勢
至
〃
と
い
う
一
句
は' 

親
鸞
に
と
っ
て
最
も
身
近
か
な
師
法
然
の
本
地
に
つ
い
て
、
有
力
な
暗
示 

を
提
供
し
た
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
大
勢
至
を
本
地
と
し
て
「
誕
生
」
し
た'

法
然
の
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
選
択
本 

願
、
即
ち
〃
浄
土
真
宗"

を
ひ
ら
い
て
、
〃
弘
願
の
一
乗"

を
宣
布
す
る
よ
り
ほ
か
に
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
先
掲
し
た
「
法
然
和
讃
」
に 

は
、
幾
度
か
こ
の
こ
と
を
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
法
然
誕
生
を
た
た
え
る
和
讃
も
、
ま
た
同
じ
く
こ
の
偈
に
有
力
な
示
唆 

を
求
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
親
鸞
の
た
し
か
め
は
、
た
だ
に
こ
の
偈
文
の
み
に
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
で 

あ
ろ
う
。
殊
に
法
然
誕
生
の
背
景
を
勢
至
菩
薩
の
上
に
み
る
こ
と
は
『
浄
土
和
讃
』

の
終
り
に
『
首
楞
厳
経
』
に
よ
っ
て
明
示
し
て
い
る 

と
こ
ろ
で
あ
る
し
・
、
ま
た
当
時
広
く
流
布
し
て
い
た
通
説
で
あ
っ
た
こ
と
は' 

『
恵
信
尼
文
書
』(

3
)

に
も
親
鸞
自
身
の
言
葉
と
し
て
伝 

え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ま
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
特
に
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
太
子
と
法
然
の
「
誕
生
」
が
、
奇
し
く
も
同
一
文
献
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に
有
力
な
根
拠
、
乃
至
は
示
唆
を
求
め
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
同
一
根
拠
か
ら
、

一
は
観
音
、

一
は
勢
至
を
本 

地
と
し
て
、
同
じ
く
こ
こ
片
州
濁
世
に
出
生
し
、

一
は
〃
和
国
の
教
主"

と

し
て

”
如
来
の
悲
願
を
弘
宣"

し' 

ー
は
”
真
の
知
識"

と 

し
て
、

〃
念
仏
宗
を
ひ
ろ
め"

た
も
の
と
讃
仰
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
や
が
て
両
聖
一
体
同
心
し
て
た
だ
ー 

つ
〃
片
州
の
愚
禿"
(

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』)

を
し
て
、

〃
仏
智
不
思
議
の
誓
願
に"

帰
せ
し
め
、

〃
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る"

と
の
感
激 

に
直
結
せ
し
め
て
、
こ
こ
に
親
鸞
自
身
に
お
け
る
「
誕
生
」

の
意
義
を
確
認
せ
し
め
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

さ
れ
ば
親
鸞
に
と
っ
て
太
子
と
法
然
と
は
別
個
の
人
格
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は' 

同
心
一
体
の
聖
者
と
し
て
う
け
と
め
ら
れ
て 

い
た
に
相
違
な
い
。

〃
太
子
崩
御
の
そ
の
ゝ
ち
に
、
如
来
の
教
法
興
隆
し
、
有
情
を
救
済
せ
ん
ひ
と
は
、
太
子
の
御
身
と
礼
す
べ
し"
(

七
十 

五
首
の
35)
と
は
、
こ
の
こ
と
を
積
極
的
に
示
唆
す
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
親
鸞
に
お
い
て
、
法
然
は
そ
の
ま
ま
〃
太 

子
の
御
身"

と
礼
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
こ
そ
上
の
〃
誕
生
片
州
興
正
法"

の
一
句
が
両
聖
共
通
の
「
誕
生
」
の
根
拠
と 

せ
ら
れ
た
か
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
上
記
の
両
聖
に
捧
げ
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
和
讃
が
、
同
じ
く
共
通
す
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
も. 

さ

ら

に

『
恵
信
尼
文
書
』
に
伝
え
る
親
鸞
人
信
の
状
況
が' 

特
に
両
聖
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
て
い
る
こ
と
も' 

一
つ
一
つ
が
改
め
て
首
肯 

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
太
子
は
親
鸞
の
最
も
身
近
に
よ
き
ひ
と
法
然
と
顕
現
し
て
、
〃
片
州
の
愚
禿
〃
を
し
て
「
た
だ
念
仏
」 

の
一
道
に
開
眼
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
場
合
法
然
の
示
教
は
そ
の
ま
ま
太
子
の
示
教
そ
の
も
の
と
う
け
と
め
ら
れ
た
も
の
に
相
違 

な
い
。

”
大
師
聖
人
す
な
は
ち
勢
至
の
化
身' 

太
子
ま
た
観
音
の
垂
迹
な
り:

：:

彼
の
二
大
士
の
重
願
た
だ
一
仏
名
を
専
念
す
る
に
た
れ 

り"
(

『
親
鸞
伝
絵
』
上
の3

)

と
語
る
所
以
で
あ
る
。

か
く
し
て
仏
道
は
は
る
か
な
る
聖
者
の
手
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く'

い
ま
こ
こ
に
あ
っ
て
あ
る
が
ま
ま
に
念
仏
申
す
わ
れ
ら
凡
夫
の 

手
の
中
に
こ
そ
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
親
鸞
自
身
に
即
し
て
確
か
め
ら
れ
た
〃
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ 

る"

と
の
安
ら
ぎ
で
あ
り
、

〃
補
処
の
弥
勒
の
ご
と
く
な
り"

と
い
わ
れ
る
安
ら
ぎ
で
あ
っ
た
。

い
ま
遠
く
東
海
の
粟
散
片
州
に
独
り
う 

ま
れ
独
り
い
き
て
、
し
か
も
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
か
に
遠
く
〃
底
下
の
凡
愚
と
な
れ
る
身
〃(
『
正
像
末
和
讃
』
14) 
が'

〃
無
上
の
信
心"
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『
高
僧
和
讃
』
源
空
聖
人
11)
に
生
き
、

〃
涅
槃
の
か
ど
を
ば
ひ
ら
き
”(
同
上)

え
た
正
定
聚
の
身
と
し
て
ゝ
そ
れ
ゆ
え
に
必
ら
ず
大
涅
槃
を 

超
証
す
可
き
〃
真
の
仏
弟
子"
(

『
信
巻
』)

と
し
て
新
ら
し
く
「
誕
生
」
せ
し
め
ら
れ
た
感
激
こ
そ' 

ま
さ
に
太
子
・
法
然
両
聖
の
こ
こ
日 

本

国
へ

の
「
誕
生
」
の
恩
徳
で
あ
り' 

め
ぐ
み
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
ま
こ
と
に
両
聖
の
日
本
国
「
誕
生
」
は
、
や
が
て
同
じ
く 

こ
の
国
に
生
れ
出
た
、
 

親
鸞
そ
の
身
の
真
の
「
誕
生
」
に
直
結
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

親
鸞
が
特
に
「
誕
生
」
の
言
葉
を
こ
の
両
聖
に
限
っ
て
用
い
た
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

六

わ
れ
わ
れ
は
い
ま
仏
道
は
あ
る
が
ま
ま
の
わ
れ
ら
凡
愚
の
手
の
中
に
あ
る
こ
と
の
確
か
め
こ
そ' 

住
正
定
聚
の
身
と
な
り
え
た
も
の
の 

歓
喜
で
あ
り
、
感
激
で
あ
る
と
い
っ
た
。
し
か
し
て
こ
の
体
験
的
事
実
に
生
き
る
こ
と
こ
そ' 

自
身
の
人
間
誕
生
の
真
の
意
義
で
あ
る
こ 

と
に
も
言
及
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
〃
住
正
定
聚
の
身"

と
は
い
か
な
る
状
況
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
さ 

ら
に
こ
れ
に
つ
い
て
一
言
し' 

も
っ
て
本
稿
を
結
び
た
い
と
お
も
う
。

親
鸞
に
よ
れ
ば
、

住
正
定
聚
の
身
と
は
〃
か
な
ら
ず
無
上
涅
槃
に
い
た
る.
へ
き
身
と
な
る"
(

『
一
多
文
意
』)

と
の
意
味
で
あ
っ
て
、
そ 

れ
は
信
心
の
現
証
と
し
て
常
に
自
身
の
現
在
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
る
、
体
験
的
事
実
で
あ
る
と
領
解
せ
ら
れ
て
い
る
。

〃
真
実
信
心
の 

行
人
は
摂
取
不
捨
の
ゆ
へ
に
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
。

こ
の
ゆ
へ
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
。
信
心
の
さ
だ
ま 

る
と
き
往
生
ま
た
さ
だ
ま
る
な
り"
(

『
末
灯
鈔
』1

)

と
は' 

こ
の
こ
と
を
最
も
端
的
に
い
い
き
っ
た
親
鸞
の
確
信
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は 

『
信
巻
』' 

就
中
そ
の
末
巻
を
貫
く
根
本
テ
ー
マ
と
し
て
推
求
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿 

(

「信
心
の
現
証
」
大
谷
学
報
49
の3

、

「
体
失
往
生
と
不
体
失
往
生
」
親
癒
教
学
16)

に
も
論
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
は
た
だ
親 

鸞
に
お
い
て
住
正
定
聚
の
体
験
が
、
常
に
現
生
を
場
と
し
て
確
認
せ
ら
れ
る
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
。
 

と
こ
ろ
で
い
わ
ゆ
る
現
生
を
場
と
す
る
と
は
、
無
明
煩
悩
を
頂
点
と
し
て
貪
愛
瞋
憎
の
雲
霧
に
お
お
わ
れ
た
、
従
っ
て
常
に
仏
に
背
き
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つ
つ
あ
る
わ
れ
わ
れ
人
間
の
悲
し
い
現
実
そ
の
も
の
を
さ
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
〃
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る"

と
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
現 

実
の
只
中
に
確
か
め
ら
れ
た"

必
至
滅
度"

の
確
信
と
感
激
と
を
詠
い
あ
げ
た
言
葉
で
あ
る
。
〃
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
 

生
死
罪
濁
の
群
萌
、
 

往
相
廻
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
時
に
大
乗
正
定
聚
之
数
に
入
る
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至
る
〃(
証
巻)

と
い
う
所
以 

で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
現
在
の
流
転
の
生
そ
の
も
の
を
場
と
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
還
滅
の
生
へ
と
転
換
せ
ら
れ
た
体 

験
の
事
実
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
久
遠
劫
来
の
無
明
の
苦
海
は' 

現
に
光
明
の
広
海
と
転
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
だ
煩
悩 

を
断
ぜ
ず
と
い
え
ど
も' 

す
で
に
必
ず
大
涅
槃
界
に
至
る
べ
き
身
に
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
邪
悪
な
自
身
を
縁
と
し
て
常
に
摂 

取
の
慈
光
が
こ
の
身
を
つ
つ
み' 

穢
土
に
あ
り
つ
つ
浄
土
の
光
が
仰
が
れ
て
い
る
。
有
碍
の
わ
が
身
は
そ
の
ま
ま
無
碍
の
光
耀
に
生
き
る 

身
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
そ
れ
は
〃
こ
ほ
り
お
ほ
き
に
み
づ
お
ほ
し
、

さ
は
り
お
ほ
き
に
徳
お
ほ
し"
(

「あ
く
ご
ふ
お
ほ
け
れ
ば
く
ど
く
の
お 

ほ
き
な
り
」
と
左
訓
、

『
高
僧
和
讃
』
曇
鸞
和
尚
20)

と
い
う
世
界
で
あ
る
。

か
く
し
て
正
定
聚
に
住
す
る
と
は
、
現
在
の
流
転
の
生
が
そ
の
ま
ま
還
滅
の
歩
み
へ
と
転
ぜ
ら
れ
る
確
信
で
あ
っ
て' 

こ
こ
に
生
き
る 

こ
と
こ
そ
わ
が
身
の
「
誕
生
」

の
真
の
意
義
で
あ
っ
た
。

し
か
し
て
こ
の
こ
と
が
自
覚
せ
ら
れ
確
か
め
ら
れ
る
原
理
は
、

即
ち
〃
無
上 

の
信
心"

で
あ
り'

”
如
来
よ
り
賜
り
た
る
信
心"

で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
の
信
心
と
は
善
導
も
既
に
明
言
し
て
い
る
よ
う
に' 

流
転 

の
わ
が
身
に
お
け
る
仏
心
と
の
出
合
い
で
あ
っ
て' 

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
二
種
深
信
の
構
造
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
信
心
と 

は
仏
か
ら
そ
む
き
つ
つ
あ
る
現
在
の
危
機
的
な
自
己
が
、
同
時
に
永
遠
の
上
に
あ
る
事
実
の
自
覚
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
悲
し
い
人
間 

の
現
実
を
場
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
も
摂
取
不
捨
の
世
界
が
ひ
ら
か
れ
〃
聞
其
名
号
〃
の
一
念
に
〃
即
得
往
生
住
不
退
転"

の
確
信
が
成
就 

す
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
〃
聞
其
名
号"

と
は' 

こ
の
よ
う
な
機
，
法
の
出
合
い
に
つ
い
て' 

こ
れ
を
最
も
具
体
的
に
示
し
た
言
葉
で
あ
っ 

て' 

そ
れ
は
要
す
る
に
〃
本
願
を
信
受
す
る"
(

『
愚
禿
鈔
』
上)

と
い
う
こ
と
の
ほ
か
で
は
な
い
。

こ
こ
に
本
願
と
は
念
仏
往
生
の
本
願
を 

さ
す
こ
と
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
周
知
の
ご
と
く

設
我
得
仏
十
方
衆
生' 

至
心
信
楽
欲
生
我
国' 

乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
。
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と
よ
び
か
け
ら
れ
て
い
る6

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
注
意
せ
ら
れ
る
こ
と
は' 

こ
の
本
願
の
願
言
に
は
上
来
と
り
あ
げ
て
き
た
「
誕
生
」
の

「
生
」
と
全
く
同
様
の
文
言 

が
、
 

三
度
に
亘
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〃
十
方
衆
生"

と
〃
欲
生
我
国"

と
〃
若
不
生
者"

が
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。
 

も
と
よ
り
そ
れ
は
客
観
的
に
は
個
々
に
異
っ
た
意
味
を
も
っ
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も' 

と
も
に
〃
生
ま
れ
る"

，
〃
生
き
る"

と
の
意
を 

も
っ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
中' 

十
方
衆
生
の
生
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
流
転
の
生
を
、
欲
生
我
国
の
生
に
お
い
て
は
そ
の
流 

転
の
現
生
を
招
喚
す
る
仏
の
永
遠
の
生
を' 

し
か
し
て
若
不
生
者
の
生
に
は
、
か
く
し
て
甦
っ
た
真
の
人
間
の
「
誕
生
」
を' 

そ
れ
ぞ
れ 

確
か
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
若
不
生
者
の
生
が
わ
れ
わ
れ
の
流
転
の
現
生
に
即
し
て
自
覚
せ
ら
れ
た
新
し
き
「
誕
生
」
を 

意
味
す
る
と
は' 

そ
れ
こ
そ
〃
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る"

と
の
確
信
に
生
き
る
こ
と' 

そ
の
こ
と
を
指
す
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
 

第
十
一
必
至
滅
度
之
願
成
就
の
文
が
、

〃
そ
れ
衆
生
あ
り
て
彼
の
国
に
む
ま
れ
ん
と
す
る
も
の
は
み
な
こ
と
ぐ
く
正
定
の
聚
に
住
す"
 

(
『
一
多
文
意
』)

と
よ
み
と
ら
れ' 

「
証
巻
」
引

用

の

『
論
註
』
下
巻
妙
声
功
徳
の
文
が
、

同
じ
く
右
に
準
じ
て
親
鸞
独
自
の
加
点
に
よ
っ 

て
領
解
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
場
合
特
に
注
目
せ
ら
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
け
だ
し
、

〃
其
の
名
号
を
聞
く"

と
い
い
、

〃
本
願 

を
信
受
す
る"

と
い
う
も
、
所
詮
わ
れ
わ
れ
が
無
上
の
信
心
に
生
き
て
、
住
正
定
聚
の
世
界
に
わ
が
身
の
「
誕
生
」
の
真
の
意
義
を
自
覚 

す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
ほ
か
に
し
て
は' 

全
く
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば' 

も
し
も
わ
が
身
の
現
在
に
こ 

の
自
覚
な
く
し
て' 

流
転
の
生
の
ま
ま
に
終
る
と
し
た
な
ら
ば' 

「
臨
終
一
念
の
夕
に
大
涅
槃
を
超
証
す
」(

信
巻)

る
こ
と
も' 

ま
た
あ 

り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
「
誕
生
」
し
た
真
の
意
義' 

ま
さ
に
こ
こ
に
極
ま
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏
道
の
歴
史
は
、 

ま
こ
と
に
わ
が
身
一
人
が
た
め
で
あ
っ
た
と
頷
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
本
仏
阿
弥
陀
も
、
教
主
釈
迦
も
、
大
涅
槃
界
の
光
茫
も
、
観

音

・
勢
至
も
、
太
子
・
法
然
も' 

仏
道
の
歴
史
そ
の
も
の
も
、
 

一
切
が
、
今
、
住
正
定
聚
の
身
と
し
て
新
し
く
「
誕
生
」
し

た

「
片
州
の
愚
禿
」
親
鸞
を
核
と
し
て' 

た
だ
こ
の
わ
が
身
自
身
の
上
に
こ 

そ
結
ば
れ
て
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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